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美

術

に
し
ろ
、

音

楽

に
し

ろ
、

は
た
ま
た
ス
ポ
ー

ツ
や

文
学
に
し
て
も
、

人
に
感
動

を
も
た
ら
す
も
の
す
べ
て
に
お

い
て
、

そ
の
レ
ベ
ル
に
至
る
ま

で
の
た
ゆ
ま
ぬ
努

力
や
、

才

能
が
必

要
で
あ
る
こ
と
は
自

明
の
理
で
あ
る
。

あ
る
日
突

然

に
何

の
苦

労

も
な
し
に
こ

れ
ら
の
能

力

が
身

に
付

き
、

花
開
き
、

人
か
ら
尊
敬
さ
れ

る
。

そ
ん
な
虫
の
良
い
話
は
、

夢

物

語
と
し
か
言

い
よ
う

が

な
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず

そ

ん
な
夢

の
よ
う

な
話
ば
か
り

を
追
い
求
め
る
若
者
が
最
近
、

と
み
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、

時
代
の
趨
勢

と
い
う
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。

　

先

般
、

伝

統

芸

能
で
あ
る

人
形
浄
瑠
璃
の
演
者
を
養
成

す
る
為
、

毎
年
行
っ
て
い
る
こ

と
だ
が
、
国
立
文
楽
劇
場

（
大

阪

市
）
は
、

興

味

を
持

っ
た

若
者
は
手
を
挙
げ
て
ほ
し
い
と

呼
び
か
け
た
。

23
歳
ま
で
の

男
性
で
２
年
間
、
人
形
遣
い
、

三
味
線
弾
き
、

太
夫
の
語
り

を
研
修
す
る
た
め
の
研
修
生

を
公
募
す
る
た
め
だ
が
、

今

期

は
応

募

が
な
か
っ
た
。

や

む

な

く

期

限

を

延

長

し
て

待
っ
た
が
、

応
じ
て
き
た
も
の

は
適
性
に
か
け
る
た
め
期
限

を
撤
廃
し
て
待
つ
こ
と
に
し
た

と
い
う
の
だ
。

ユ
ネ
ス
コ
の
無

形

文

化

遺

産

形

無

し
で
あ

る
。

研
修
生
育
成
の
シ
ス
テ
ム

が
始
ま
っ
て
50
年
。

研
修
応

募
ゼ
ロ
は
初
め
て
の
こ
と
で
、

関
係
者
は
シ
ョ
ッ
ク
を
隠
せ
な

い
よ
う

だ
。

若

者

た
ち
に
古

典
芸
能
に
関
す
る
興
味
が
う

す
れ
た
か
、

昔
の
徒
弟
制
度

の
よ
う

な
自

由

の
な
い
生

活

を
送
る
こ
と
へ
の
拒
否
反
応
が

強
く
な
っ
た
か
。

い
ず
れ
に
し

て
も
従
来
の
研
修
制
度
に
は

継
続
に
問
題
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

　

人
形
浄
瑠
璃
は
３
回
見
た
。

最
初
は
京
都
の
外
国
人
向
け

に
日
本
の
古
典
芸
能
を
簡
単

に
紹

介

す

る
劇

場
で
狂

言
、

能
、

落
語
な
ど
と
と
も
に
さ

わ

り
だ
け

を

見

る
も

の
で
、

２
回
目
は
発
祥
の
地
、

淡
路

人
形
浄
瑠
璃
を
。

最
後
は
大

阪
市
の
国
立
文
楽
劇
場
で
最

高
の
芸
を
鑑
賞
し
た
。

人
形

遣
い
の
繊
細
な
し
ぐ
さ
、

太

棹

の
三

味

線

に
よ
る
力

強

い

響
き
、

人
間
国
宝
の
太
夫
に

よ
る
語

り
。

す

べ
て
が
素

晴

ら
し
い
超
一
流
の
芸
術
で
あ
っ

た
。

　

１
６
８
４
年
竹
本
義
太
夫
が

大
阪
に
竹
本
座
を
建
て
、

人

形

浄

瑠

璃

の
興

行

を

始

め

た
。

作
者
と
し
て
近
松
門
左

衛
門
の
優
れ
た
才
能
に
よ
っ
て

一
時
期
歌
舞
伎
を
し
の
ぐ
人

気

を

誇

っ
た
こ
と

も

あ

る
。

し
か
し
、

時
の
流
れ
は
い
か
ん

と

も

し

が

た

く
、

若

者

の
伝

統

芸

術

に
対

す

る
興

味

が
次

第

に
薄

れ
、

そ
の
若

者

た
ち
の
支

持
で
市

長
に
選
ば
れ
た
橋
下
徹
氏
の

意
見
で
、

採
算
性
の
取
れ
な

い
伝
統
芸
能
に
は
７
０
０
０
万

も
の
補
助
金
は
出
さ
な
い
方

針
だ
と
し
た
。

大
阪
の
民
意

を

二

分

す

る

論

争

が

起

こ

り
、

結
果
と
し
て
文
楽
劇
場

は
残

っ
た
が
、

若

者

た
ち

の

間
に
苦
労
し
て
古
典
芸
能
を

継
承
し
よ
う
と
い
う
熱
意
は

う
せ
て
い
っ
た
も
の
と
お
も
わ

れ
る
。

　

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
芸
術

は
一
朝
一
夕
に
花
開
く
も
の

で
は
な
く
、

そ
れ
を
美

し
い

と
感
じ
る
美
意
識
と
、

芸
を

成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
た
ゆ

ま
ぬ
努
力
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
、

改
め
て
再
認

識
す

べ
き
で
あ
る
と
思

慮
す

る
も
の
で
あ
る
。

同

級

生

の

消

息

名
誉
院
長　

飯
島
崇
史

伝
統
芸
能
(
人
形
浄
瑠
璃
)
の
危
機

名
誉
院
長
　
飯
島
崇
史



　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
を
発
病
し
て

９
年
に
な
る
。

徐
々
に
進
行
し

て
次
第
に
歩
行
が
お
ぼ
つ
か
な
く

な
り
、

喋
る
の
も
や
や
不
明
瞭

に
な
っ
て
き
た
。

自
分
の
足
で
自

由
に
ど
こ
で
も
歩
け
て
い
い
た
頃

が
懐
か
し
い
。

記
録
に
残
っ
て
い

る
画
像
を
見
て
み
る
と
、

多
忙

な
中
、

色
々
な
所
へ
伝
統
行
事

を
求
め
て
出
か
け
て
行
っ
た
こ
と

が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

忘
れ
ぬ

う
ち
に
そ
れ
ら
を
編
集
、

整
理

し
て
お
こ
う
と
思
い
立
っ
た
。

　
【
玉
せ
せ
り
】
１
月
３
日
東
福

岡
へ
行
っ
た
時
の
こ
と
。

筥
崎
宮

の
参
道
に
な
に
や
ら
人
だ
か
り

が
。

聞
く
と
数
時
間
後
に
「
玉

せ
せ
り
」
と
い
う
神
事
が
行
わ

れ
る
と
い
う
。

宮
司
に
よ
っ
て
お

祓
い
を
す
ま
せ
た
木
製
の
球
体

を
，

裸
体
に
締
込
み
姿
の
氏
子

た
ち
が
奪
い
合
い
、

見
物
人
た

ち
は
水
を
か
け
て
は
や
し
立
て

る
。

そ
れ
を
神
社
に
奉
納
し
て

一
年
の
豊
作
を
祈
る
と
い
う
も

の
。

広
島
か
ら
来
た
と
い
う
と
、

最
前
列
の
場
所
を
空
け
て
く
れ

た
。

２
時
間
待
っ
て
写
し
た
写

真
が
こ
れ
で
あ
る
。

お
か
げ
で

珍
し
い
神
事
を
特
等
席
で
見
る

こ
と
が
出
来
た
。

写
真
の
た
め

に
待
た
さ
れ
た
家
人
と
息
子
た

ち
に
は
不
満
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
。

　
【
曲
水
の
宴
】
毎
年
４
月
と
11

月
、

京
都
伏
見
の
城
南
宮
で
開

催
さ
れ
る
。「
曲
水
の
宴
」
と
は
、

水
の
流
れ
の
あ
る
庭
園
な
ど
で
、

流
れ
の
ほ
と
り
に
平
安
時
代
の

衣
装
を
身
に
着
け
た
７
人
の
歌

人
が
座
り
、

流
れ
来
る
杯
が
前

を
通
り
過
ぎ
る
ま
で
に
和
歌
を

詠
み
、

盃
の
酒
を
干
し
て
次
に

流
し
、

の
ち
に
そ
の
和
歌
を
披

講
す
る
と
い
う
も
の
。

準
備
が

整
う
ま
で
の
間
、

中
央
舞
台
で

は
白
拍
子
の
舞
が
披
露
さ
れ
、

平
安
王
朝
の
雅
な
世
界
が
再
現

さ
れ
る
。

　
【
壬
生
の
花
田
植
え
】
６
月
第

一
日
曜
日
、

広
島
県
北
部
の
北

広
島
町
壬
生
で
花
田
植
え
が
催

さ
れ
る
。

豪
華
な
花
鞍
に
造
花

で
さ
ら
に
飾
り
付
け
た
農
耕
用

の
牛
た
ち
が
耕
し
た
田
ん
ぼ
に
，

着
飾
っ
た
早
乙
女
た
ち
が
一
列

に
並
ん
で
囃
し
方
の
音
頭
に
合

わ
せ
て
、

苗
を
植
え
て
ゆ
く
も

の
。

周
囲
の
土
手
に
は
、

わ
た

し
を
含
め
、

写
真
に
収
め
よ
う

と
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
カ
メ
ラ
マ

ン
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
。

２

０
１
１
年
11
月
27
日
ユ
ネ
ス
コ
世

界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
。

　
【
阿

波

踊

り
】
８
月
。

盂

蘭

盆
が
近
づ
く
と
、

徳
島
県
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
「
連
」
と
呼
ば

れ
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
阿
波

踊
り
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。

２
拍
子
で
、

三
味
線
、

鉦

鼓
、

笛
、

太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合

わ
せ
て
男
踊
り
と
女
踊
り
を
繰

り
広
げ
る
。

男
踊
り
は
足
袋
で

手
に
う
ち
わ
を
持
ち
ひ
ょ
う
き

ん
な
し
ぐ
さ
で
踊
る
。

女
踊
り

は
編
み
笠
を
か
ぶ
り
、

手
甲
を

つ
け
浴
衣
姿
で
下
駄
の
つ
ま
先
で

歩
を
進
め
て
踊
る
。

【
山
鹿
灯
篭
祭
り
】
熊
本
、

豊

前
の
祭
り
。

木
や
金
具
は
一
切

使
わ
ず
、

和
紙
と
少
量
の
糊
だ

け
で
作
ら
れ
た
金
灯
篭
を
頭
に

掲
げ
た
浴
衣
の
女
性
た
ち
が
「
よ

へ
ほ
節
」
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
た
り

と
踊
る
。

１
２
代
景
行
天
皇
が

深
い
霧
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
て

巡
行
に
難
渋
し
た
際
、

松
明
を

掲
げ
、

無
事
に
案
内
し
た
こ
と

に
由
来
す
る
、

大
宮
神
社
の
祭

礼
で
行
わ
れ
る
が
、

こ
の
日
は

大
宰
府
の
祭
り
の
パ
レ
ー
ド
に
少

人
数
で
参
加
し
て
い
た
も
の
を
見

か
け
て
撮
影
し
た
。

【
管
絃
祭
】
旧
暦
６
月
１
７
日
夕

方
か
ら
深
夜
に
か
け
て
宮
島
厳

島
神
社
で
行
わ
れ
る
神
事
。

厳

島
神
社
の
御
祭
神
が
お
乗
り
に

な
る
御
座
船

（
管
絃
船
）
を
造

り
対
岸
の
御
前
神
社
ま
で
の
海

上
を
、

か
が
り
火
、

上
張
提
灯

で
と
も
し
、

大
潮
、

満
月
の
月

明
か
り
で
瀬
戸
内
海
を
渡
る
。

平
安
時
代
貴
族
た
ち
は
、

よ
く

池
や
河
川
に
船
を
浮
か
べ
、

管

絃
の
遊
び
を
し
た
が
、

平
清
盛

は
厳
島
神
社
を
造
営
し
、

神
様

を
お
慰
め
す
る
神
事
を
、

瀬
戸

の
海
を
舞
台
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

平
安
絵
巻
に
位
置
付
け
る
催
し

に
し
た
。

こ
の
日
も
夕
方
御
祭

神
を
載
せ
て
漕
ぎ
出
し
た
が
、

最
近
は
若
手
の
専
業
漁
師
が
少

な
く
、

ア
ル
バ
イ
ト
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
た
め
、

流
れ
の
速
い

潮
に
流
さ
れ
て
大
幅
に
時
間
が

遅
れ
、

最
終
新
幹
線
の
発
車
時

間
ま
で
に
厳
島
神
社
側
の
会
場

に
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
。

や

む
な
く
神
事
の
フ
ィ
ナ
ー
レ

（
奉

納
の
踊
り
）
な
ど
を
見
る
こ
と

な
く
会
場
を
後
に
し
た
の
は
返

す
返
す
も
残
念
で
あ
っ
た
。

【
あ
ば
れ
祭

り
】
７
月

最

初

の

金
、

土
曜
、

能
登
宇
出
津
の
八

坂
神
社
の
祭
礼
。

キ
リ
コ
が
40

基
以
上
林
立
。

柱
松
明
に
火
が

つ
け
ら
れ
、

炎
と
火
の
粉
の
周

り
を
乱
舞
す
る
。

神
輿
は
キ
リ

コ
と
と
も
に
火
を
つ
け
ら
れ
海
や

川
に
放
り
込
ま
れ
る
、

と
い
う

勇
壮
な
祭
り
。

　
【
高
野
の
火
祭
り
】
３
月
第
一

日
曜
日
。

高
野
山
金
剛
峯
寺
前

駐

車

場

で
火

祭

り
が
行

わ
れ

る
。

高
野
山
に
春
を
運
ぶ
紫
煙

大
護
摩
供
。

修
験
者
が
邪
気
を

払
い
結
界
に
向
け
て
矢
を
放
つ
。

ヒ
ノ
キ
の
枝
を
積
み
上
げ
火
を

放
ち
、

次
々
に
護
摩
を
投
げ
入

れ
る
。

　
【
ば

ら

祭

り
】
ゴ
ー

ル
デ

ン

ウ
ィ
ー
ク
に
広
島
の
フ
ラ
ワ
ー

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
終
わ
っ
た
後
福

山
ば
ら
祭
り
が
開
催
さ
れ
る
。

市
内
は
バ
ラ
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、

ロ
ー
ズ
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
る
。

中
央
公
園
か
ら
バ
ラ
公
園
に
向

け
て
よ
さ
こ
い
の
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て

手
に
鳴
子
を
持
っ
た
踊
り
手
た

ち
が
そ
ろ
い
の
衣
装
で
踊
り
を
披

露
す
る
。

写
真
を
撮
っ
て
い
る

と
、

見
覚
え
の
あ
る
顔
が
。

当

院
の
看
護
師
さ
ん
で
は
な
い
か
。

職
場
で
は
物
静
か
な
人
だ
が
、

大
音
響
の
も
と
、

手
に
し
た
鳴

子
を
打
ち
鳴
ら
し
て
踊
る
姿
を

見
る
と
ま
る
で
別
人
の
よ
う
。

こ
ん
な
一
面
も
あ
っ
た
の
か
と
、

認
識
を
新
た
に
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
国
の
内
外
を
問

わ
ず
、

多
く
の
記
録
が
残
っ
て
い

る
。

そ
の
す
べ
て
を
紹
介
で
き
な

い
の
が
残
念
だ
が
、

最
近
は
人

と
の
付
き
合
い
が
煩
わ
し
い
と
、

若
者
を
中
心
に
、

行
事
に
参
加

す
る
の
を
嫌
が
る
風
潮
が
目
に

付
く
。

煩
わ
し
さ
よ
り
、

参
加

し
て
得
ら
れ
る
充
実
感
、

感
動

の
ほ
う
が
は
る
か
に
素
晴
ら
し
い

と
思
う
の
は
私
の
個
人
的
意
見

に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
を
発
病
し
て

９
年
に
な
る
。

徐
々
に
進
行
し

て
次
第
に
歩
行
が
お
ぼ
つ
か
な
く

な
り
、

喋
る
の
も
や
や
不
明
瞭

に
な
っ
て
き
た
。

自
分
の
足
で
自

由
に
ど
こ
で
も
歩
け
て
い
い
た
頃

が
懐
か
し
い
。

記
録
に
残
っ
て
い

る
画
像
を
見
て
み
る
と
、

多
忙

な
中
、

色
々
な
所
へ
伝
統
行
事

を
求
め
て
出
か
け
て
行
っ
た
こ
と

が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

忘
れ
ぬ

う
ち
に
そ
れ
ら
を
編
集
、

整
理

し
て
お
こ
う
と
思
い
立
っ
た
。

　
【
玉
せ
せ
り
】
１
月
３
日
東
福

岡
へ
行
っ
た
時
の
こ
と
。

筥
崎
宮

の
参
道
に
な
に
や
ら
人
だ
か
り

が
。

聞
く
と
数
時
間
後
に
「
玉

せ
せ
り
」
と
い
う
神
事
が
行
わ

れ
る
と
い
う
。

宮
司
に
よ
っ
て
お

祓
い
を
す
ま
せ
た
木
製
の
球
体

を
，

裸
体
に
締
込
み
姿
の
氏
子

た
ち
が
奪
い
合
い
、

見
物
人
た

ち
は
水
を
か
け
て
は
や
し
立
て

る
。

そ
れ
を
神
社
に
奉
納
し
て

一
年
の
豊
作
を
祈
る
と
い
う
も

の
。

広
島
か
ら
来
た
と
い
う
と
、

最
前
列
の
場
所
を
空
け
て
く
れ

た
。

２
時
間
待
っ
て
写
し
た
写

真
が
こ
れ
で
あ
る
。

お
か
げ
で

珍
し
い
神
事
を
特
等
席
で
見
る

こ
と
が
出
来
た
。

写
真
の
た
め

に
待
た
さ
れ
た
家
人
と
息
子
た

ち
に
は
不
満
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
。

　
【
曲
水
の
宴
】
毎
年
４
月
と
11

月
、

京
都
伏
見
の
城
南
宮
で
開

催
さ
れ
る
。「
曲
水
の
宴
」
と
は
、

水
の
流
れ
の
あ
る
庭
園
な
ど
で
、

流
れ
の
ほ
と
り
に
平
安
時
代
の

衣
装
を
身
に
着
け
た
７
人
の
歌

人
が
座
り
、

流
れ
来
る
杯
が
前

を
通
り
過
ぎ
る
ま
で
に
和
歌
を

詠
み
、

盃
の
酒
を
干
し
て
次
に

流
し
、

の
ち
に
そ
の
和
歌
を
披

講
す
る
と
い
う
も
の
。

準
備
が

整
う
ま
で
の
間
、

中
央
舞
台
で

は
白
拍
子
の
舞
が
披
露
さ
れ
、

平
安
王
朝
の
雅
な
世
界
が
再
現

さ
れ
る
。

　
【
壬
生
の
花
田
植
え
】
６
月
第

一
日
曜
日
、

広
島
県
北
部
の
北

広
島
町
壬
生
で
花
田
植
え
が
催

さ
れ
る
。

豪
華
な
花
鞍
に
造
花

で
さ
ら
に
飾
り
付
け
た
農
耕
用

の
牛
た
ち
が
耕
し
た
田
ん
ぼ
に
，

着
飾
っ
た
早
乙
女
た
ち
が
一
列

に
並
ん
で
囃
し
方
の
音
頭
に
合

わ
せ
て
、

苗
を
植
え
て
ゆ
く
も

の
。

周
囲
の
土
手
に
は
、

わ
た

し
を
含
め
、

写
真
に
収
め
よ
う

と
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
カ
メ
ラ
マ

ン
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
。

２

０
１
１
年
11
月
27
日
ユ
ネ
ス
コ
世

界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
。

　
【
阿

波

踊

り
】
８
月
。

盂

蘭

盆
が
近
づ
く
と
、

徳
島
県
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
「
連
」
と
呼
ば

れ
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
阿
波

踊
り
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。

２
拍
子
で
、

三
味
線
、

鉦

鼓
、

笛
、

太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合

わ
せ
て
男
踊
り
と
女
踊
り
を
繰

り
広
げ
る
。

男
踊
り
は
足
袋
で

手
に
う
ち
わ
を
持
ち
ひ
ょ
う
き

ん
な
し
ぐ
さ
で
踊
る
。

女
踊
り

は
編
み
笠
を
か
ぶ
り
、

手
甲
を

つ
け
浴
衣
姿
で
下
駄
の
つ
ま
先
で

歩
を
進
め
て
踊
る
。

【
山
鹿
灯
篭
祭
り
】
熊
本
、

豊

前
の
祭
り
。

木
や
金
具
は
一
切

使
わ
ず
、

和
紙
と
少
量
の
糊
だ

け
で
作
ら
れ
た
金
灯
篭
を
頭
に

掲
げ
た
浴
衣
の
女
性
た
ち
が
「
よ

へ
ほ
節
」
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
た
り

と
踊
る
。

１
２
代
景
行
天
皇
が

深
い
霧
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
て

巡
行
に
難
渋
し
た
際
、

松
明
を

掲
げ
、

無
事
に
案
内
し
た
こ
と

に
由
来
す
る
、

大
宮
神
社
の
祭

礼
で
行
わ
れ
る
が
、

こ
の
日
は

大
宰
府
の
祭
り
の
パ
レ
ー
ド
に
少

人
数
で
参
加
し
て
い
た
も
の
を
見

か
け
て
撮
影
し
た
。

【
管
絃
祭
】
旧
暦
６
月
１
７
日
夕

方
か
ら
深
夜
に
か
け
て
宮
島
厳

島
神
社
で
行
わ
れ
る
神
事
。

厳

島
神
社
の
御
祭
神
が
お
乗
り
に

な
る
御
座
船

（
管
絃
船
）
を
造

り
対
岸
の
御
前
神
社
ま
で
の
海

上
を
、

か
が
り
火
、

上
張
提
灯

で
と
も
し
、

大
潮
、

満
月
の
月

明
か
り
で
瀬
戸
内
海
を
渡
る
。

平
安
時
代
貴
族
た
ち
は
、

よ
く

池
や
河
川
に
船
を
浮
か
べ
、

管

絃
の
遊
び
を
し
た
が
、

平
清
盛

は
厳
島
神
社
を
造
営
し
、

神
様

を
お
慰
め
す
る
神
事
を
、

瀬
戸

の
海
を
舞
台
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

平
安
絵
巻
に
位
置
付
け
る
催
し

に
し
た
。

こ
の
日
も
夕
方
御
祭

神
を
載
せ
て
漕
ぎ
出
し
た
が
、

最
近
は
若
手
の
専
業
漁
師
が
少

な
く
、

ア
ル
バ
イ
ト
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
た
め
、

流
れ
の
速
い

潮
に
流
さ
れ
て
大
幅
に
時
間
が

遅
れ
、

最
終
新
幹
線
の
発
車
時

間
ま
で
に
厳
島
神
社
側
の
会
場

に
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
。

や

む
な
く
神
事
の
フ
ィ
ナ
ー
レ

（
奉

納
の
踊
り
）
な
ど
を
見
る
こ
と

な
く
会
場
を
後
に
し
た
の
は
返

す
返
す
も
残
念
で
あ
っ
た
。

【
あ
ば
れ
祭

り
】
７
月

最

初

の

金
、

土
曜
、

能
登
宇
出
津
の
八

坂
神
社
の
祭
礼
。

キ
リ
コ
が
40

基
以
上
林
立
。

柱
松
明
に
火
が

つ
け
ら
れ
、

炎
と
火
の
粉
の
周

り
を
乱
舞
す
る
。

神
輿
は
キ
リ

コ
と
と
も
に
火
を
つ
け
ら
れ
海
や

川
に
放
り
込
ま
れ
る
、

と
い
う

勇
壮
な
祭
り
。

　
【
高
野
の
火
祭
り
】
３
月
第
一

日
曜
日
。

高
野
山
金
剛
峯
寺
前

駐

車

場

で
火

祭

り
が
行

わ
れ

る
。

高
野
山
に
春
を
運
ぶ
紫
煙

大
護
摩
供
。

修
験
者
が
邪
気
を

払
い
結
界
に
向
け
て
矢
を
放
つ
。

ヒ
ノ
キ
の
枝
を
積
み
上
げ
火
を

放
ち
、

次
々
に
護
摩
を
投
げ
入

れ
る
。

　
【
ば

ら

祭

り
】
ゴ
ー

ル
デ

ン

ウ
ィ
ー
ク
に
広
島
の
フ
ラ
ワ
ー

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
終
わ
っ
た
後
福

山
ば
ら
祭
り
が
開
催
さ
れ
る
。

市
内
は
バ
ラ
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、

ロ
ー
ズ
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
る
。

中
央
公
園
か
ら
バ
ラ
公
園
に
向

け
て
よ
さ
こ
い
の
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て

手
に
鳴
子
を
持
っ
た
踊
り
手
た

ち
が
そ
ろ
い
の
衣
装
で
踊
り
を
披

露
す
る
。

写
真
を
撮
っ
て
い
る

と
、

見
覚
え
の
あ
る
顔
が
。

当

院
の
看
護
師
さ
ん
で
は
な
い
か
。

職
場
で
は
物
静
か
な
人
だ
が
、

大
音
響
の
も
と
、

手
に
し
た
鳴

子
を
打
ち
鳴
ら
し
て
踊
る
姿
を

見
る
と
ま
る
で
別
人
の
よ
う
。

こ
ん
な
一
面
も
あ
っ
た
の
か
と
、

認
識
を
新
た
に
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
国
の
内
外
を
問

わ
ず
、

多
く
の
記
録
が
残
っ
て
い

る
。

そ
の
す
べ
て
を
紹
介
で
き
な

い
の
が
残
念
だ
が
、

最
近
は
人

と
の
付
き
合
い
が
煩
わ
し
い
と
、

若
者
を
中
心
に
、

行
事
に
参
加

す
る
の
を
嫌
が
る
風
潮
が
目
に

付
く
。

煩
わ
し
さ
よ
り
、

参
加

し
て
得
ら
れ
る
充
実
感
、

感
動

の
ほ
う
が
は
る
か
に
素
晴
ら
し
い

と
思
う
の
は
私
の
個
人
的
意
見

に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

蒼生会 楠本病院蒼生会 楠本病院
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～プロムナード～

三審制の本当の意味三審制の本当の意味

　

「
日
本
の
裁
判
は
三
審
制
で
あ

る
」
と
い
う
の
は
社
会
科
の
授
業

で
誰
も
が
習
う
と
こ
ろ
で
す
。
し

か
し
現
実
に
は
大
半
の
事
件
で
３

回
も
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
三
審
制
の
は
ず
な
の

に
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

裁
判
は
基
本
的
に
「
第

一
審
」「
控
訴
審
」「
上
告
審
」

の
三
段
階
が
あ
り
、
役
割

に
応
じ
て
「
事
実
審
（
事

実
認
定
と
法
律
問
題
を
判

断
）」
と
「
法
律
審
（
法
律

問
題
だ
け
を
判
断
）」
に
分

類
さ
れ
ま
す
。
民
事
事
件

の
場
合
は
「
第
一
審
」
と
「
控

訴
審
」
が
事
実
審
で
「
上

告
審
」
が
法
律
審
で
す
。

　

例
え
ば
「
法
定
相
続
分

は
２
分
の
１
だ
か
ら
遺
産
の
半
分

を
寄
越
せ
」「
い
や
兄
貴
は
多
額

の
生
前
贈
与
を
受
け
た
ろ
、
だ
か

ら
相
続
分
は
０
だ
」
と
い
う
相
続

事
案
の
場
合
、
争
点
は
「
生
前
贈

与
の
有
無
と
価
額
」
で
す
。
こ
れ

は
事
実
認
定
の
問
題
な
の
で
事
実

審
で
判
断
す
べ
き
も
の
で
す
。

　

一
方
、「
非
嫡
出
子
の
法
定
相

続
分
を
嫡
出
子
の
２
分
の
１
と
す

る
民
法
の
規
定
は
憲
法
違
反
か
否

か
」
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
っ

て
い
る
場
合
。
こ
れ
は
法
律
問
題

な
の
で
事
実
審
で
も
法
律
審
で
も

取
り
扱
い
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

第
一
審
で
敗
訴
し
た
側

が
「
こ
の
証
拠
か
ら
Ａ
と

い
う
事
実
を
認
定
し
た
第

一
審
判
決
は
お
か
し
い
！
」

と
控
訴
審
に
判
断
を
仰
ぐ

こ
と
は
可
能
で
す
。
し
か

し
、
控
訴
審
の
判
断
に
納

得
が
い
か
な
か
っ
た
場
合
、

控
訴
の
と
き
と
同
じ
よ
う

に
事
実
認
定
の
誤
り
を
理

由
に
上
告
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
上
告
審
は
法

律
問
題
の
み
扱
う
審
級
だ
か
ら
で

す
。

　

上
告
を
受
け
付
け
て
も
ら
え
る

ケ
ー
ス
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い

て
、「
憲
法
の
解
釈
を
誤
っ
た
」「
裁

判
官
で
な
い
人
間
が
判
決
を
下
し

た
」
と
い
っ
た
普
通
は
お
よ
そ
あ

り
得
な
い
事
情
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ど
う
し
て
も
上
告
し
て
ほ
し

い
と
い
う
依
頼
が
あ
れ
ば
弁
護
士

は
上
告
理
由
を
考
え
ま
す
が
、
大

体
は
無
理
筋
の
こ
じ
つ
け
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
受
付
段
階
で
撥
ね

ら
れ
て
し
ま
い
上
告
審
は
開
始
し

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
よ
ほ
ど
特
殊

な
事
情
で
も
な
い
限
り
普
通
は
控

訴
審
ま
で
の
二
審
制
と
な
る
の
が

現
実
で
す
。

　

更
に
言
う
と
控
訴
審
で
は
裁
判

を
一
か
ら
や
り
直
し
て
く
れ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど

の
事
件
は
最
初
の
期
日
で
即
座
に

結
審
と
な
り
、
和
解
か
、
第
一
審

の
記
録
を
元
に
判
断
す
る
か
の
二

択
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
棄
却
率

は
約
７
５
％
な
の
で
そ
れ
を
考
え

る
と
実
質
一
審
制
で
す
。

　

三
審
制
だ
か
ら
３
回
チ
ャ
ン

ス
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
最
初
か
ら
全
力
で
か

か
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
敗
色

濃
厚
と
な
っ
た
場
合
は
和
解
に

切
り
替
え
て
い
か
に
ダ
メ
ー
ジ

を
軽
減
す
る
か
の
判
断
が
重
要

と
な
り
ま
す
。
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名
誉
院
長　

飯
島
崇
史　

　
　
「
神
様
の
木
に
会
う
～
日
本
の
巨

樹
の
旅
」
日
本
画
家
西
田
俊
英
氏
２

０
２
３
年
７
月
８
日

(

土

)

18
時
か
ら

Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
で
放
送
予
定

　

私
が
平
成
26
年
12
月
く
ち
な
し
会

で
講
演
に
お
招
き
し
た
西
田
先
生
か

ら
上
記
の
ご
連
絡
が
あ
り
、
皆
様
に

お
知
ら
せ
す
る
次
第
で
あ
る
。
く
ち

な
し
会
講
演
は
「
日
本
画
家
の
製
作

現
場
か
ら
」
の
題
で
当
時
広
島
市
立

大
学
日
本
画
科
で
教
授
を
し
て
お
ら

れ
た
先
生
に
お
願
い
い
た
し
、
大
好

評
を
博
し
幹
事
と
し
て
面
目
を
た

も
っ
た
。
そ
の
後
武
蔵
野
美
術
大
学

教
授
に
転
出
。
院
展
で
は
評
議
員
理

事
に
な
ら
れ
日
本
画
家
の
ト
ッ
プ
ラ
ン

ナ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
る
一
方
、
私

と
の
交
流
は
そ
の
後
も
続
い
て
お
り
、

広
島
で
院
展
開
催
時
に
は
毎
回
招
待

状
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
。
昨
年

屋
久
島
の
自
然
に
感
銘
を
受
け
ら

れ
、
70
ｍ
に
及
ぶ
大
作
作
成
を
企
画
。

屋
久
島
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
移
住
し

た
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
こ
の
制
作
に

関
す
る
テ
レ
ビ
取
材
の
放
映
と
の
こ

と
。
私
も
以
前
医
師
会
理
事
の
時

理
事
会
旅
行
で
屋
久
島
を
訪
れ
た

こ
と
が
あ
り
宿
舎
の
目
前
に
そ
び
え

る
モ
ッ
チ
ョ
ム
岳
や
、
苔
む
す
屋
久

杉
の
森
の
す
ば
ら
し
さ
な
ど
、
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
自
然
遺
産
に
指
定
さ
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
の
宝
庫
で

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
作
品
の

完
成
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り
、

東
京
ま
で
出
向
く
の
は
難
し
い
が
、

今
回
の
テ
レ
ビ
放
映
は
ぜ
ひ
見
て
み

た
い
と
思
う
。
皆
様
に
も
お
勧
め

す
る
次
第
で
あ
る
。

Ｔ
Ｖ
放
送
の
お
知
ら
せ


